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消
費
に
支
出
す
る
と
仮
定
す
れ
过
、
右
の
式
は
、
-'
■

ip 
"
1
,
r

X
 

Sp

 

Y

 

:

.

に
簡
単
化
さ
れ
る
。

'こ
の
理
論
は
独
立
投
資
水
準
が
均
衡
所
得
水
準
を
決
定
す
る
と
い
i
ヶ
ィ
ン 

ズ
の
所
得
決
定
理
論
に
M
似
し
て
、
投
資
率
が
分
配
率
か
ら
独
立
に
与
え
ら
れ 

る
と
仮
矩
し
て
、
そ
れ
に
よ
つ
て
資
本
の
分
配
率
が
決
菸
さ
れ
る
と
い
ぅ
の
で 

あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

■

な
る
故
に
、完
全
雇
用
を
仮
定
す
る
が
ぎ
り
、投
資
率
は
自
然
成
長
率
g
と
資
本

係
数
W
の
積
で
あ
り
、
$
y
A
V
J-
l
^
v
,
資
本
係
数
が
分
配
率
?
¥
な

い
し
利
潤
率
P

K
に
侬
存
す
る
と
考
え
ら
れ
、
.
こ
の
点
こ
そ
力
ル
ド
ア
自
身 

も
認
め
る
如
く
限
界
生
産
力
説
の
介
入
す
る
と
こ
ろ
で
知
ろ
ぅ
。
い
ず
れ
に
せ 

よ
、
ヵ
ル
ド
ア
理
論
は
投
資
率
が
利
潤
率
か
ら
独
立
な
る
こ
と

.

を
仮
定
し
て
、
 

は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
を
た
そ
の
か
ぎ
り
限
界
生
産
力
説
.の
否
定 

を
意
味
し
て
い
る
の
で
I

る
。

以
上
の
如
く
限
界
生
産
力
説
の
よ
ぅ
に
、
技
術
的
条
件
に
中
心
を
お
く
理
論 

も
、
ヵ
ル
ド
ア
説
の
よ
ぅ
に
需
要
条
件
を
主
と
す
る
理
論
も
、

一
面
の
真
理
を 

示
す
も
の
で
は
あ
る
が
十
全
な
も
の
で
は
な
く
、
こ
こ
か
ら
両
理
論
の
綜
合
な 

い
し
そ
れ
.ぞ
れ
の
位
置
付
け
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
*
る
。/
分
配
率
決
定
理
論 

の
現
代
的
課
題
は
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
と
い
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
.
.

- 

一
〇

〇

(

1
〇
〇)

.

.

.
名
て
太
野
氏
の「

巨
視
的
分
配
理
論」

の
研
究
は
'
以
上
に
述
べ
た
分
配
問
題 

の
現
代
の
状
況
を
よ
く
反
映
し
、て
、
一
面
的
真
理
を
も
つ
い
ろ
い
ろ
な
分
配
理 

論
、
と
り
わ
'げ
上
述
のi、

一
ら
の
理
論
を
中
心
に
そ
の
意
義
と
限
界
を
示
す
こ
と 

に
.よ0

て
、そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
付
け
を
行
い
、そ
れ
と
と
も
に
分
配
率
の
歴
史
的 

不
変
性
の
事
実
に
説
明
原
理
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
章 

と
第
一
一
章
で
、
巨
視
的
分
配
理
論
の
意
義
と
分
配
率
の
歴
史
的
不
変
性
の
問
題 

を
提
示
し
、
第
四
章
、
第
五
章
お
よ
び
第
六
章
で
従
来
の
こ
の
種
の
理
論
と
し 

て
、
古
典
派
的
理
論
、
.新
古
典
派
理
論
お
よ
び
ヶ
ィ
ン
ズ
蒎
理
論
を
そ
れ
ぞ
れ
，
 

概
説
し
、
第
七
章
.か
..ら
第
十
一
章
に
か
け
て
、
こ
れ
ら
諸
理
論
を
所
得
分
配
の 

本
質
的
一
面
を
明
ら
か
.に
す
る
も
の
と
考
え
、
全
体
の
.一
部
分
と
し
て
位
置
付 

け
を
行
う
。
と
り
わ
け
J 

.
:
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
理
論
が
綜
合
的
な
も
の
と
し
て
、

. 

著
者
の
主
と
し
て
依
拠
す
る
立
場
と
な
っ
て
い
る
。
第
十
二
章
は
以
上
の
諸
^- 

因
の
ほ
か
に
な
お
残
さ
れ
た
要
因
を
と
り
挙
げ
、
第
十
三
章
に
お
.い
て
は
、
景 

気
循
環
過
程
に
お
け
る
短
期
的
分
配
率
決
定
の
問
題
を
考
察
し
て
い
る
。

■

こ
れ
ら
の
考
察
の
全
体
を
通
じ
て
、
そ
の
問
題
意
識
は
よ
く
分
配
理
論
の
現 

状
を
把
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
前
述
す
る
如
く
で
あ
り
、
ま
た
従
来
の
諸
理 

論
の
位
置
付
け
を
行
う
と
い
う
点
一
で
、
全
体
と
し
て
整
理
的
案
内
役
を
果
し
て 

•い
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
真
に
綜
合
を
な
す
た
め
に
は
、
綜
合
的
理
論
モ
デ
.ル 

を
明
示
的
に
定
式
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
巨
視
的
分
配
理
論
が 

巨
視
的
成
長
理
論
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
生
産 

函
数
.と
そ
れ
に
基
づ
く
限
界
生
産
力
の
命
題
を
中
核
と
す
る
新
古
典
派
的
成
長 

理
論
と
、
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
の
要
因
に
代
っ
て
投
資
函
数
や
技
術
進
歩 

笛
数
を
導
入
す
る
カ
ル
ド
ア
的
成
長
理
論
の
綜
合
と
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
矛

盾
の
な
い
コ
ン
プ
リ
；—
卜
な
理
論
モ
デ
ル
..を
構
成
す
.石
.こ
.と(

に
な
；る
.の
で
あ
ろ
. 

う
か
。
'分
配
率
を
決
定
す
る
と
り
わ
け
技
術
的
要
因
と
、
需
要
要
因
の
結
合
の 

必
要
な
る
こ
と
は
極
め
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、.
そ
れ
が
成
長
理
論 

全
般
の
構
成
に
か
か
わ
る
と
き

，

綜
合
的
モ
デ
ル
の
構
成
の
困
難
さ
.を
ど
め
よ 

う
に
解
決
す
べ
き
で
あ
る
の
か
。
部
分
的
に
は
す
で
に
只
.
フ
ィ
ン
ド
レ
イ
の 

綜
合
の
試
験
も
あ
り
、
私
自
身
も
か
つ
’て
そ
の
種
の
試
論
を
述
べ
た
こ
と
が
あ 

る
け
れ
ど
も
、.
そ
れ
は
部
分
的
試
論
に
過
ぎ
な
い
。

つ
ぎ
に
技
術
進
歩
と
分
配
率
に
つ
い
て
本
書
も
第
八
章
で
論
究
し
て
い
る 

が
、
こ
の
技
術
8

に
関
す
る
従
来
の
一
般
㈤
な
と
り
扱
い
方
は
、
い
わ
ゆ
る 

ヒ
ッ
ク
ス
的
お
よ
び
ハ
.
ロ
ッ
ド
的
三
分
法
的
分
類
に
も
と
づ
く
分
類
学
の
域
を 

出
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
.書
の
考
察
も
ま
た
そ
の
例
に
も
れ
る
も
の 

で
は
な
く
、
決
定
理
論
的
分
析
の
必
要
が
感
ぜ
ら
れ
る
。

•
：

部
分
的
試
論
と
し
て 

は
、
.
C
•
ヶ
ネ
デ
ィ
な
ど
に
よ
っ
て
す
で
に
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る 

が
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
力
ル
な
論
議
を
越
え
て
、
-選
択
の
理
論
と
.し
て
技
術
進
歩
の 

問
題
が
分
析
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

.

さ
ら
に
こ
の
技
術
進
歩
に
つ
い
て
は
、
前
に
蝕
れ
た
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ゆ
る 

「

体
化
さ
れ
た
技
術
進
歩」

「

事
前
的
お
：
よ
.

び
事
後
的
代
替
可
能
性
，
不
可
能 

性」

、
.

あ
る
ぃ
'

'

は

:

1

ゥ
ィ
ン
テ
：ィ
ジ
接
近」

の
議
論
が
：あ
る
。

；こ
の
よ
う
な
新 

た
な
観
念
と

、

そ
の
^
式
化
の
試
み
が
す
で
に
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
提
示
さ 

れ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
が
分
配
率
決
定
に
ど
の
よ
う
な
新
た
な
視
野
を
拓
ズ
も 

の
で
あ
る
か
が
肌
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
•

な
ら
な
い
で
：あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し 

て
、
す
.

で
に
ソ
ロ
ー
、

フ
ェ
ル
プ
.

ス
な
ど
に
よ
っ
て
部
分
的
な
貢
献
が
あ
る
.こ 

と
も
当
然
論
じ
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
.

っ
た
か
と
思
う
。

;

:書
：-

評

.
最
後
に
こ
れ
も
最
近
：の
理
論
経
済
学
の
主
要
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
、
最
適 

成
長
理
論
と
分
配
率
の
関
係
先
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
ぅ
。
本
書
に
お
い
て
も
第 

十
章
に
お
い
て
均
衡
成
長
と
分
配
率
の
関
係
が
考
察
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
 

単
に
黄
金
時
代golden a

ge
.

の
分
配
率
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
黄
金
律golden 

r
u
l
e

と
分
配
率
の
関
係
、
‘さ
ら
に
広
く
最
適
成
長
理
論
と
分
配
率
の
結
び
つ 

き
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
ぅ
。
と
り
わ
け
こ
の
最
適
成
長
理 

論
ガ
特
定
.の
目
的
函
数
を
あ
る
伟
約
条
件
の
も
と
で
如
何
に
し
て
最
大
化
す
る 

か
.を
問
題
と
す
る
意
味
で
、
ま
さ
に
厚
生
経
済
学
分
析
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る 

な
ら
ば
、
こ
れ
に
，分
配
率
の
：問
題
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
、
従
来
価
値
判
断
を 

含
む
'%
の
と
し
て
> .

と
か
く
敬
^
さ
れ
て
き
た
分
配
問
題
に
関
す
る
厚
生
経
済 

学
的
分
析
に
一
つ
の
光
明
を
も
た
ら
す
も
の
.と
し
て
、
そ
の
，意
義
は
き
わ
め
て 

重
大
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
や
や
超
越
的
批
判
に
属
す
る
批
判
を
な
し
た
の
で
あ
る
が
、
分
配
理
論 

に
関
す
る
整
理
的
案
内
役
と
し
て
の
本
書
の
意
義
と
、
残
さ
れ
た
若
干
の
今
日 

的
問
題
点
を
指
摘
.し
た
.つ
も
り
で
あ
る
。

.

-

'

(

日
本
評
論
社
.
.
A
5 

• 
ニ
五
五
頁
. 
一
ニ
〇

〇

円

)

+•+*.:
 

»
 
•
 

.
.
.

へ
.

金
.

.

ぃ
.

哲

著

■

.『

韓

国

の

人

口

と

経

済』
.

ノ

' 

-

 

.

-

.

M

;-
'

.

豊 

,
日
韓
問
題
を
め
..ぐ
る
論
争
に
共
通
し
た
欠
陥
は
、
韓
国
不
在
つ
ま
り
東
西
陣

一
〇
一(

一
 

Q
 一)



営
の
接
点
あ
る
い
は
米
，
中
対
立
と
い
3.
発
想
の
か
げ
.に
.当
の
韓
国
が
埋
没 

し
、
韓
国
の
将
来
に
つ
い
て
の
建
設
的
な
提
案
が
乏

'-
L
か
っ
た
こ
と
で
.あ
る
。
 

ま
た
さ
ら
.に
、
：現
在
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
韓
国
関
係
め
書
物
も
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス 

テ
ィ

タ
ク
な
ね
ら
い
.も
の
が
多
-<
-
、:.
;
'
;
韓

国

の

実

態

に

つ

い

て

客

観

的

な

分

^

を 

加
え
I7K
唆
を
寺
え
て
く
れ
る
も
の
は
ほAJ

ん
ど
な
か
っ
た
。/
そ
う
し
た
意
味
か 

ら
い
っ
て
、
韓
国
人
研
究
者
が
#
国
経
済
を
学
問
的
に
分
析
し
、
そ
.の
上
日
本 

語

で

書

か

れ

た

：本

書

：は

待

望

の

も

の

で

.あ
り
、
ま
さ
に
時
宜
を
え
た
も
の
と
い 

つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、

一
ロ
に
い
っ
て
、
：.こ
れ
は
き
び
し
く
も
ま
た
悲
し
い
書
物
で
あ 

る
。
異
国
に
あ
っ
て
業
病
と
閼
い
つ
ら
本
晝
を
世
に
問
う
た
著
者
の
あ
く
ま
で 

も
祖
国
の
経
済
的
条
件
に
客
観
的
な
光
を
あ
て
よ
5
と
す
る
き
び
し
い
態
度
に 

よ

っ

て

本

書

が

貫

ぬ

か

れ

'
.
し

か

も

そ
の

光
に
.照
ち
し
出
さ
れ
た
韓
国
経
済
の 

姿
ガ
き
わ
め
て
困
難
な
状
態
.に
置
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
.る
。
..

「

歴
史
は
無
窮
で
あ
る
け
れ
ど
-%
、.
ひ
と
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
は
有
限
な
も
.の 

で
あ
る
。
結
局
、
わ
れ
わ
れ
が
生
き
た
歴
史
的
時
代
は
日
本
の
植
民
地
的
支
配 

か
ら
新
植
民
地
時
代
べ
と
ひ
き
つ
が
れ
た
時
代
の
よ
う
で
あ
る
。
わ
た
し
は
自 

己

の

死

.を

見

つ

め

な

が

ら

こ

の
こ
と
に
や
っ
と
目
が
さ
め
た
。…

…

解
&
-I
T
一後 

に
は
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
世
代
で
、.
韓
国
の
歴
史
的
問
題
を
で
き
る 

だ
け
解
決
し
、
平
和
で
豊
か
な
社
会
へ
の
途
を
次
の
世
代
の
青
年
た
ち
に
残
そ 

う
と
努
力
し
た
。.
今
ふ
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
一
つ
の
夢
に
す
ぎ
な
か
っ 

た
。…

…

本
書
は
、
祖
国
の
重
い
十
字
架
を
背
負
い
、
そ
れ
を
解
決
し
よ
う
と 

し
て
犠
牲
と
な
る
10
代
、
20
代
の
青
年
に
捧
げ
る
た
め
.に
書
か
れ
た
の
で
あ 

る
。」

と
い
う
あ
と
が
き
の
言
葉
に
も
、
そ
の
悲
し
み
.と
は
か
な
い
希
望
が
く

一
〇
ニ 

(

1

0ニ)

み
と
ら
れ
て
共
感
を
呼
ぶ
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
と
し
て
.は
、
そ
う
し
た
感
傷
を 

こ
え
て
，
本
書
を
通
じ
韓
国
の
現
実
.を
認
識
し
、
日
韓
関
係
の
i

の
あ
り
方 

を
あ
ら
た
め
て
.#
え
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

さ
て
本
書
の
構
成
.は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

第
.一
編
人
口
調
査
と
人
口
数
.

-
第

一

章

人

口

調

査

の

麼

史

.
 

'
ふ

'

，第
二
章
..：..
'
解
放
前
の
人
口
，数
.
.

第
三
章
.
解
放
後
の
人
口
数 

.

第
二
編
人
口
の
分
析
.

•
.
第
四
章
人
口
増
加
率 

飨

五

章

出

生

.
：

..

第
六
章
死
亡
と
将
来
人
口
'

，
第

七

章

人

口

構

造
 

•
第

三榻

入

口

と経
済 

.

.
第

八

章

日

本

植

民

地

時

代

の

人

口

と

経

済
 

第

九

章
'*
解

放

後

韓

国

の

人

口

と

経

済 

第
十
章
人
口
と
雇
用 

第
十
一
章
経
済
計
画
と
雇
用
問
題 

題
名
な
ら
び
に
こ
の
構
成
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
'、
本
書
の
重
点
は
韓
国
.の 

人
口
問
題
に
置
か
れ
、
そ
の
上
で
人
口
と
雇
用
を
規
制
す
る
条
件
と
し
て
経
済 

を
み
よ
う
と
し
て
い
る
。
本
書
の
特
徴
は
、
こ
の
点
に
あ
る
と
い

つ
て
も
よ

ま
ず
第
一
編
は
人
口
数
の
推
定
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
や
や
冗
長
な
き
ら
い 

が
な
い
で
も
な
い
が
、
.数
多
い
.資
料
を
用
い
た
推
定
に
よ
り
、
日
本
の
支
配
下 

三
六
年
間
に
お
け
る
増
加
人
口
は
一
、
一『

セ
ー
.云
入
、
.
そ

の

ぅ

ち
ニ
六
％
が
海 

外
に
流
出
し
、
韓
国
内
に
止
ま
っ
た
も
の
は
約
九
四
五
万
人
で
あ
っ
た
こ
と
。
 

こ
れ
に
対
し
て
一
九
四
四
年
か
ら
六
〇
年
に
い
た
る
十
七
年
間
に
お
け
る
人
口 

増
は
約
九
一一

万
人
と
急
テ
ン
ポ
で
あ
り
、
九
一
一
万
人
の
内
訳
け
は
、
解
放 

直
後
の
引
揚
げ
等
に
よ
る
移
動
人
口
約
一
九
七
方
人
と
、
韓
国
動
乱
中
の
南
下 

人
口
約
四
〇
万
人
と
を
加
え
た
約
ニ
四
〇
万
人
が
社
会
的
移
動
に
基
づ
き
、
残 

る
六
七
一
万
入
が
自
然
増
加
に
よ
る
と
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

第
二
編
で
は
、.
人
口
動
^
が̂
検
討
さ
れ
、
と
く
に
高
い
出
生
率
を
規
定
す
る 

社
会
構
造
、
家
族
制
度
の
も
つ
意
義
に
力
点
が
お
か
れ
る
。
旧
い
社
会
構
造
を 

旧
態
そ
の
ま
ま
に
保
存
し
な
が
ら
、
啓
蒙
宣
伝
に
よ
っ
て
出
生
の
調
節
を
は
か 

る
と
.し
て
も
そ
の
効
果
は
ほ
と
..ん
ど
拟
待
で
き
な
い
と
考
え
る
。
：

そ
し
て
韓
国
人
ロ
の
将
来
は
、

過
去
の
趨
勢
、

将
来
の
動
向
予
測
か
ら
み 

<
.
一
九
七
五
年
三
、
五
〇
〇
万
人
以
上
、

ー
九
八
0
年
に
.は
四
、
0
〇
〇
万 

人
台
の
人
口
が
予
想
さ
れ
.る
。
，

こ
の
こ
と
は
、.
国

民

の

生

活

問

題

、

雇

用

問

題

、

食

糧

問

題

が

.さ

ら

に

そ

の 

困
難
性
を
増
す
と
い
ぅ
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
で
.あ
る
と
同
時
に
、
韓
国
経
済 

建
設
が
殆
ん
ど
克
服
し
難
い
ほ
ど
の
障
害
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
を
^
語
る
も 

の
で
あ
る
。
経
済
•再
建
に
お
い
て
根
本
的
な
方
向
転
換
が
な
い
か
ぎ
り
、
こ
の 

障
害
を
乘
り
こ
：え
：る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
.
、
社

会

経

済

の

現

状 

か

ら

す

れ

ば

：、
，
韓

国

に

お

け

る

人

口

増

加

の

趨

勢

は

、

死

亡

の

増

加

に

.
よ
っ
て

.
0
.

評

漸
次
に
鈍
化
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
当
然
に
予
想
さ
れ
る
と
い
う(

一
一
六 

頁)

。
 

」 

■ 

©

根
本
的
な
方
向
転
換
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
.い
な
い
の
で
著
者
の
真
意
が 

ど
こ
に
あ
る
か
を
知
り
難
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
死
亡
率
の
増
大
に
よ
り
人
口 

増
加
が
チ
ヱ
ッ

ク
さ
れ
る
と
い
う
予
測
は
、
.ま
さ
に
マ
ル
サ
ス
の
時
代
へ
の
逆 

行
で
あ
る
。

:

後
章
に
お
い
て
、
著
者
み
ず
か
ら
新
マ
ル
サ
ス
主
義
的
ま
た
は
人
口
論
者
の 

論
法
で
あ
る
と
い
う
批
評
は
甘
受
す
る
と
の
ベ
て
い
る
が(

ニ
ニ
六
頁

)

、

そ
の 

根
底
に
は
韓
国
の
人
口
量
お
よ
び
'そ
の
増
加
規
模
と
、
そ
れ
を
雇
用
す
べ
き
経 

済
の
.規
模
と
の
間
に
明
確
な
断
絶
が
あ
り
、
こ
の
断
絶
は
今
後
さ
ら
に
拡
大
す 

る
基
本
動
向
に
あ
る
と
.い
う
判
断
が
あ
る
。

第
三
編
で
は
、
■こ
う
し
た
断
絶
が
、

植
民
地
時
代
以
来
の
産
業
構
造
の
変 

化
、
人
口
と
雇
用
等
と
関
連
せ
し
め
な
が
ら
解
説
さ
れ
て
い
る
。

:

植
民
地
時
代
に
お
け
る
韓
国
内
.の
雇
用
は
、
要
雇
用
人
口
の
わ
ず
か
一
五
％
, 

に
過
ぎ
ず
、
要
雇
用
人
ロ
の
四
〇
％
近
く
は
海
外
に
そ
の
雇
用
を
求
め
た
。
つ 

ま
り
、
解
放
前
の
人
口
増
加
の
趨
勢
は
、
植
民
地
的
従
属
経
済
の
下
に
お
け
る 

こ
の
よ
う
な
人
ロ
の
排
出n.

を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

な
お
、
日
本
の
植
民
地
政
策
が
い
か
な
る
ね
ら
い
の
下
に
.、
ど
の
よ
う
に
行 

な
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
随
所
に
言
及
.さ
れ
、
.た
と
え
ば
、
m
一
一
章
で
は
、

朝 

鮮
総
督
府
の
._

「

産
米
増
殖
計
画」

に
踊
ら
さ
れ
た
農
民
が
え
た
も
の
は
、
大
犛 

作
、：
米
価
下
落
、：1

人

当

り

米

消

費

量

：：の
，半

減

、

そ

し

て

破

綻

農

民

の

海

外

流 

出

•

〈

と
く
に
日
本)

で
あ
：
っ
た.こ
と
、
第
八
章
で
は
、
韓
国
経
済
.

C

日
本
経
済
へ 

の
従
属
、
.在
来
商
工
業
の
没
落
に
よ
っ
て
、
表
面
的
な
商H

業

.の

発

展

と

比

較

.

1
0三

.,

.(

：ー0
1ーー

)

.



し
て
雇
用
規
模
が
相
対
的
に
.低
度
で
あ
っ
た
こ
と
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
，
解
放
後
は
、
こ
の
排
出
ロ
.

は
閉
塞
さ
れ
た
'

の
み
な
ら
ず
、
多
数 

の
帰
国
人
口
を
迎
え
"

人
口
増
加
.

率
は
急
上
昇
し
た
.

。
か
く
.

し
て
、現
在
、国
路 

の
三
分
の

r
か
失
業
人
口
と
な
っ
た
。
こ
の
異
常
さ
は
、
韓
国
の
今
日
の
経
済 

規
模
は
解
放
直
前
の
一
九
四
〇
年
代
前
半
の
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
同 
一■.
だ
が
'
入 

口
数
の
み
は
そ
の
間
に一

•
七
倍
に
達
し
た
琪
実
を
想
起
ず
る
だ
け
で
も
あ
る 

程
度
理
解
さ
れ
よ
う
と
い
う(

ニ
-

三
九
頁)

。

さ
ら
に
次
の
よ
う
に
も
い
う
。
.

失
業
や
生
活
難
.

の
問
題
を
、
経
済
再
建
問
題
.

 

と
し
て
と
り
あ
げ
ず
、
人
口
過
剰
の
問
題
か
ら
と
り
あ
げ
る
に
つ
い
て
は
韓
国 

特
有
の
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
解
放
前
か
ら
の
人
口
雇
用
化
に
関
す
る
歴
史 

的
経
過
と
"

韓
国
経
済
が
同
；じ
く
解
放
前
よ
り
.引
き
つ
い
だ
構
造
的
諸
条
件
か 

ら
く
る
も
の
で
あ
る
。
海
外
人
口
の
引
揚
げ
や
人
口
の
自
然
増
加
は
、.
：失
業
問
.

 

題
を
よ
り
激
化
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
0.

し
た
が
っ
て
"

韓
国
に
お
い
て
失
業
問
題
が
今
日
の
よ
.う
に
深
刻
な
様
相
を 

呈
し
た
の
は
'

 

単
に
経
済
建
設
の
遅
延
や
人
ロ
.増
加
の
テ
ン
ポ
に
あ
る
の
で
は 

な
い
：
韓
国
経
済
が
今
後
順
調
に
成
長
し
て
ゆ
け
ば
、
失
業
問
題
は
漸
次
解
決 

さ
れ
る
だ
ろ
う
ど
い
う
展
望
は
、
安
易
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
あ
.る
意
味
に
お 

い
て
危
険
で
あ
る(

ニ
一 

三
頁)

。

こ
れ
は
、
い
か
に
も
き
び
し
い
見
方
で
は
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
南
北
問
題
に
：象 

徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
人
口
と
経
済
の
.

與
模
と
の
間
の
深
い
懸
隔(

そ
の
結
衆
と 

し
て
の
失
業
者
、

不
完
全
就
業
者
の
増
大
、
低
所
得
、
貧
困
の
惡
循
環
等)

.

は
.、
 

ぽ
被
民
^

低
辟
発
固
に
共
通
な
要
素
と
も
い
え
よ
う
が
、
韓
国
.の
場
合
は
特
殊 

例
で
あ
り
、日
本
の
植
民
地
支
配
に
よ

り

ゆ
が
め

ら

れ
た
社
会
経
済
構
造
、す
な

ー.〇

四(

1
〇
四)

.

わ
<-
t

>

、
.

韓
国

の
経
済
規
模
を
は
る
か
に
超
え
て
増
大
し
て
ゆ
く
人
ロ
規
模
が
7» 

外
で
の
雇
用
を
前
提
と
し
て
存
在
し
え
た
こ
と
、

そ
し
て
、
こ
の
矛
盾
が
解
消
さ 

れ
る
こ：

と
な
く
解
放
後
に
人
口
増
大
と
経
済
発
展
の
停
滞
が
加
重
さ
れ
た
こ
と 

が
今
日
.

の
困
難
の
基
本
要
因
で
あ
っ
た
.

。し
か
も
、
こ
の
困
難
は
或
る
程
度
の
経 

済
成
長
テ
ン
ポ
で
は
容
易
に
解
消
し
難
い
と
判
断
し
て
い
る
の
で
、
著
者
の
韓 

国

の

将

来

へ

の

見

通

し

，は

心

な

ら

ず

も

が

.な

り

暗

い

も

の

•と
な
る
の

で
あ
る
。

一
低
開
発
国
経
済
お
よ
び
そ
の
開
発
政
策
が
当
の
国
民
に
よ
っ
て
問
題
と
さ
I

て 

'

る
ど
き
に
は
’

往
々
に
し
て
楽
観
的
な
態
度
が
と
ら
れ
勝
ち
な
も
の
で
あ
る
。
 

周
知
の
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
例
は
、
し
ば
し
ば
低
開
発
国
の
開
発
計
画
に
み
. 

ら
れ
る
。
'
.し
か
し
、
こ
と
疋
画
き
出
さ
れ
た
：も
の
は
、
.貧
困
の
悪
循
環
の
泥
沼 

に
落
ち
込
み
、
自
主
再
建
の
：望
み
少
な
い
韓
国
経
済
の
.

赤
裸
々
な
姿
で
あ
る
。
 

そ
の
責
任
の一

端
を
負
う
べ
き
我
々
と
し
て
は
、
理
屈
抜
き
に
救
い
の
手
を
の 

ば
す
必
要
の
あ
る
こ
'

と
を
感
ず
る
。

だ
が
、
実
際
問
題
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
再
建
方
策
を
講
じ
、.

い
か
.に
し
て 

我
々
、か
そ
れ
を
支
援
す
べ
き
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
.

と
で
太
な
い
。
■ 

著
者
は
現
在
の
苦
境
を
強
調
す
る
割
に
は
再
建
方
策
に
つ
い
て
明
確
な
考
え
を 

示
さ
な
い
。
こ
れ
は
本
書
の
欠
贿
と
い
え
な
く
は
な
い
が
、
.

も
と
も
と
、
政
策 

論
的
な
領
域
は
、
基
礎
資
料
を
分
析
し
、
問
題
点
を
摘
出
し
よ
う
と
す
る
本
書 

の
ね
ら
V

と
限
界
を
超
え
た
も
の
で
_

あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
.巻
末
第
十

一

章
に
お
い
て
、
著
者
は
第

1

次
五
.力
年
計
画
の
欠 

陥
を
と
く
に
雇
用
問
題
を
中
心
に
批
判
し
た
あ
と
、
.当
面
の
試
案
と
し
て
、也
域

5
5
5
.

に
恒
久
的
な
公
社
を
つ
く
り
.

失
業
労
働
力
.

を

各

性

質

別

^
組

織

す

る

雇

用
 

较
織
を
つ
く
る
こ
.

と
を
提
案
し
て
い
る
。.
だ
が
、
こ
う
い
う
組
織
が
成
功
す
る 

た
め
に
は
背
景
と
し
て
産
業
組
織
全
体
、，
も
っ
と
菡
本
to

.に
は
経
済
体
制
自
体 

の

再

編

成

(

社
会
主
義
的
な
体
制
に
す
る
と
ま
で
は
い
っ
て
い
な
い
が)

.が
必
喪 

で
あ
る
と
付
言
し
て
い
.る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
経
済
体
制
の
再
編
成
が
ま
ず
困 

難
な
現
状
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
有
効
性
は
著
者
の
い
う
ほ
ど
論
理
⑽
に
も
経
験 

的
に
も
明
白
と
は
思
え
な
い
。

む
し
ろ
、
最
後
に
、
現
実
的
諸
条
件
が
絶
望
的
で
あ
る
の
.

で
精
神
主
義
を
強
- 

調
す 
る
の
で 
は
な
い 
と 
断
り
つ
つ
、

. 「

韓
国
に 
お
げ 
る 

経
済
的
諸
条
件
が
：
い
か 

に
困
難
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
轉
国
国
民
の
愛
国
心
と
勤
労
が
結
集
さ
れ
る 

な
ら
ば
、
必
ず
や
打
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
信
す
る
。」

と
い
う
言
葉 

と

冒

頭

に

弓
用
し
.た
あ
.と
が
き
の
言
葉
と
を
オ
ー
バ
ー
ラ
.

ッ
プ
さ
せ
て
み
る 

と
、
韓
国
経
済
の
.

再
.

建
に
捷
径
は
な
く
、
今
後
も
苦
難
の
道
が
続
く
こ
と
を
知
，
 

り
す
ぎ
る
ほ
ど
知
っ
て
い
る
著
者
の
苦
悩
が
手
.

に
と
る
ょ
う
に
わ
か
.る
の
で
あ 

る
。
し
.

か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
徒
手
傍
観
す
る
こ
と
は
で
き
な
■

い
。
類
型
的
： 

な
が
ら
、-
自
主
再
建
が
困
難
な
と
き
に
は
、
積
極
的
に
外
国
援
助
を
求
め
、
そ
. 

れ
を
効
率
的
に
開
発
計
画
の
中
に
組
み
入
れ
て
経
済
再
建
の
手
が
か
り
と
し
つ 

っ
'

国
民
の
総
力
を
結
集
す
る
方
法
を
採
用
し
、
合
わ
せ
て
南
北
統
一
へ
の
努 

力
を
つ
づ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

日
本
へ
の
身
び
い
き
か
ら
い
う
の
で
は
な
い
が
、
韓
国
経
済
の
不
均
衡
の
原 

因
と
し
て
日
本
の
植
民
地
政
策
を
強
調
し
過
ぎ
る
と
一
種
.の
宿
命
論
と
な
っ
て 

建
設
的
な
意
見
は
生
ま
れ
難
い
。
日
本
統
治
の
.傷
は
た
し
か
に
残
っ
て
は
い 

る
に
せ
よ
、
独
立
以
来
の
韓
国
経
済
発
展
の
過
程
を
迎
っ
て
み
る
と
、
朝
鮮
動

.

書

•
評

乱
.

と
そ
.

れ
を
契
機
に
固
定
化
さ
れ
た
南
北
鮮
の
分
断
を
筆
頭
と
し
、
そ
の
後
の 

政
治
的
腐
敗
と
無
為
無
策
、
ア
メ
リ
ヵ
援
助
の
欠
陥
、
国
民
の
洱
建
意
欲
と
組 

織
の
欠
如
と
い
う
一
速
の
現
象
が
韓
国
経
済
の
発
展
を
阻
害
し
、
経
済
的
芮
境 

.

を
一
.

そ
う
救
し
難
V

も
の
と
し
た
と
み
る
ベ
き
て
あ
ろ
う 

•

要
は
、
過
去
を
い
く
ら
ふ
り
返
っ
.

て
み
た
.

と
こ
ろ
で
、
そ
れ
を
将
来
の
た
め 

に
役
立
；て
る
こ
と
な
く
し
て
は
意
味
が
な
い
.

と

い

う

こ

と

で

あ
^-
。

日

韓

国

交 

正
常
化
を
機
に
経
済
協
力
が
進
展
し
よ
う
が
、
日
本
側
は
'、
か
っ
て
の
植
民
地
支 

配
に
お
け
る
よ
う
に
韓
国
経
済
が
日
本
^
済
に
従
厲
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
は
な 

い
か
と
の
韓
国
側
の
危
惧
を
慮
り
、.
真
に
共
存
共
栄
の
立
場
か
ら
協
力
し
、
韓 

国
側
も
五
〇
億
ド
ル
に
及
ぶ
ア
メ
リ
ヵ
援
助
が
西
建
に
役
立
た
な
か
っ
た
過
去 

の
愚
を
反
省
し
て
、
.日
本
側
の
協
力
を
苒
建
計
画
と
有
効
に
結
び
っ
け
る
よ
う 

に
努
力
す
べ
き
で
あ
ろ
.

う
。
も
は
や
こ
れ
は
本
書
の
領
域
を
こ
え
て
い
る
が
、
 

本
書
を
甚
礎
と
し
て
そ
う
し
た
再
建
方
策
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
こ
そ
、
本
書
に 

す
べ
て
を
捧
げ
た
著
者
に
と
っ
て
本
望
で
は
あ
る
ま
い
か
。

細
か
い
内
容
に
っ
い
•

て
は
、
た
と
え
ば
、
ア
フ
リ
ガ
の
奴
隸
狩
り
を
ほ
う
ふ 

っ
さ
せ
る
よ
う
な
無
慈
悲
な
方
法
で
多
く
の
韓
国
人
が
手
当
り
次
第
に
捕
え
ら 

れ
、•

日
本
に
送
り
込
ま
れ
た
'(

三
八
頁)

と
い
う
言
葉
が
何
の
説
明
も
な
く
用 

.

.い
ら
れ
た
り
、
-

ま
た
ネ
ー
ザ
ン
報
告
に
全
然
触
れ
て
い
な
い
等
、
多
少
気
に
な 

る
点
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
枝
葉
末
節
で
あ
る
。
 

.

'

最
後
に
重
病
の
床
に
あ
る
と
聞
く
著
者
が
す
み
や
か
に
本
復
さ
れ
、
本
書
に 

つ
づ
く
労
作
を
生
み
出
さ
れ
る
日
が
近
い
こ
と
を
祈
っ
て
止
ま
な
い
。

(

岩
波
書
店

•

A
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